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第1章

序 論 一資 料 と 方 法一



東南 アジア ・オセアニアにおける諸民族文化のデ ータベ ースの作成 と分析

1.は じ め に

大 林 太 良*

　 本 報 告 書 は,昭 和56年 度 か ら62年 度 に か け て,国 立 民族 学 博 物 館 に おい て 実 施 され

た共 同研 究 の 成 果 を ま とめた も ので あ る。 また,本 研 究 は 文部 省 科 学 研 究 費 補 助金 を

得 て お こな われ た。 つ ま り,昭 和57年 度 か ら59年 度 まで は 「東 南 ア ジ ァ ・オ セア ニ ア

に お け る文 化 ク ラス タ ーの 構 成 と分析 」(文 部 省 科 学研 究 費 補 助 金 総合A57310045),

昭和60年 度 か ら62年 度 まで は 「東 南 ア ジァ,オ セ ア ニア に お け る文 化 の 地 理 的 分布 と

ク ラス タ ー分 析 」(昭 和61,62年 度 文 部 省科 学 研 究 費 補 助金 総 合A61301038)と して,

と もに大 林 太 良 を 研 究 代 表者 と して継 続 的 に一 貫 した 方 針 の も とに 共 同 研 究 が 進 め ら

れ た[ANoNYMous　 l983参 照]1)。

　 東 南 ア ジア大 陸 部(ガ ンジ ス川 以 東,ま た 中 国南 部 少 数 民族 も含 む)お よ び島喚 部

か らオ セ ア ニ ア にか けて の諸 文 化 の 間 に は,共 通 性,連 続 性 と と もに多 くの 地 域 差 が

あ る こ とは従 来 か ら も知 られて いた が,本 格 的 な分 析 はま だ お こなわ れ て い ない 。 こ

れ を 体系 的 に究 明 しよ うとす る の が本 研 究 の 目的 で あ る。

　 これ を も うす こ し具 体 的 に い う と,わ れ わ れ の共 同研 究 の 目的 は 四つ あ っ た。

　 第1の 目的 は,東 南 ア ジア,オ セ ア ニ アに つ い て の民 族 誌 的 デ ー タバ ン クを創 出す

る こ とで あ る。 た しかに世 界 的 な規 模 に お け る民族 誌的 デ ータ バ ンク が す で に存 在 し

て い る。 も っと も よ く知 られ て い る もの を二 つ挙 げれ ば,一 つ はThe　 Human　 Re-

lations　Area　 Files(略 称HRAF)で あ り,も う一 つ は マ ー ドック(Murdock,　 G・P・)

のEthnographic　 Atlas[MuRDocK　 1967;MuRDocK　 l981]で あ る。 そ れ らの価

値 と有 用 性 に つ い て は異 論 の余 地 は な い も のの,こ れ らは われ わ れ を完 全 に 満足 させ

*東 京大学教養学部

1)本 報告書作成にあたっては,本 共 同研究参加者 諸氏 の協力,こ とにワークシー ト記入 の労に

　 負 うところが多い ことを記 し,こ とに筆者の要請 に応 じて,コ ンピューテー シ ョンを行 って下

　 さった杉 田繁治教授,ま た,原 稿作成 にあた って貴重な助言をよせ られた秋道智彌助教授 に感

　 謝の意を表 したい。

　　 また第3章 の基本 的な部分 は,大 林がパ リの社会科学高等研究院Ecole　 des　Hautes　Etudes

　 en　Sciences　Socialesに おいて1988年4月19日 と5月3日 にお こな った講義に基づいて いる。

　 同講義の機会を作 って下 さり,か つ貴重な コメン トを 寄せ られた コンドミナス(Condominas,

　 Georges)教 授 にお礼を申 し上げたい。なお,同 講義に基づいた仏文論文 は,グ ロ リエ(Groslier,

　 PhilipPe　Bernard)記 念論文集に発表される予定である[OBAYAsHI未 刊]。
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る もの で は な い。 事 実,前 者 は コー ド化 され た資 料 で は な く,生 の 資 料 を項 目別 に 分

類 した もの に過 ぎ ない。 後 者 につ い て は な る ほ ど コー ド化 され た デ ータ を提 出 して い

る もの の,項 目の 範 囲 が か ぎ られ て い る。 お ま けに,項 目選 定 は 社 会 組織 にか な りか

た よ って い て,物 質文 化 の 大 部 分 を無 視 して お り,さ らに その 他 の 文 化の 部 門 もひ ど

く軽 視 され て い る,と い う状 態 だ か らで あ る。

　 以 上 の よ う な こ とが,わ れ わ れ を共 同研 究 に踏 み き らせ た理 由 の一 つ で あ る。

　 わ れ わ れ は,文 化 の各 部 門 か らか な り広 範 に 抽 出 した343要 素(項 目)の 表 を作 製

した。 われ わ れ の元 来 の 計 画 は,東 南 ア ジ ア(華 南少 数 民 族 お よ び マ ダ ガス カル 島民

を ふ くむ)と オ セア ニ ァの な か か ら選 ん だ237民 族 に つ いて,こ れ らの項 目の有 無 を

調 べ て コ ン ピュー タに 入力 す る こ とで あ った 。資 料 と して 用 い られ た もの の大 部 分 は,

それ ぞれ の 出 版 されて い る文献 で あ るが,少 数 の場 合 に つ い て は 共 同 研究者 あ るい は

協 力者 自身 の フ ィール ド資料 を 用 い た。1987年6月 まで に188民 族 の 資 料 が 入 力 され,

中間 報 告 の基 礎 とな り,1988年2月 まで に 入 力 され た237民 族 の 資料 が,以 下本 報 告

書 に おい て,論 ぜ られ る分析 の基 礎 と な った。

　 わ れ わ れ の 第2の 目的 は,統 計 的 な方 法 を 用 い て,東 南 ア ジァ,オ セ ア ニ アの諸 文

化 を分類 す る ことで あ る。

　 東 南 ア ジァ,オ セア ニ ア の文 化 の 分 類 は,多 くの 人 類 学者 に よ って,さ ま ざ ま な立

場 か ら試 み られ て きた が,そ の大 部 分 は直 感 的 な もの で あ った。1930年 代 に若 干 の 統

計 的 分類 が行 わ れ たが,そ れ らは地 域 的 に も限 られ た もの で あ っ た し,ま た 物質 文 化

あ るい は社 会 組 織 とい うよ うに,特 定 の 分 野 を と りあつ か った もの で あ った[DRIVER

and　 KRoEBER　 l932;MILKE　 1935;von　 FtiRER-HAIMENDoRF　 1934;RouTIL

1936]。 け れ ど も誰一 人 と して 東 南 ア ジァ とオ セ アニ ア の文 化 を その 全 域 に わ た り,

また 文 化 の お もな分 野 す べ て を 包括 して 統 計 的手 毅 に よ って 分類 す る ことを試 み な か

った。 本 研 究 は,こ の状 況 を改 善 す るた めの われ わ れ の努 力 の 結 果 で あ る。

　 わ れ わ れ 自身 が 資 料 の集 成 に着 手 す る前 に,わ れ わ れ は既 成 の デ ー タを も ちい てパ

イ ロ ッ ト ・ス タデ ィを一 つ 試 みて み た。 そ の デ ー タ は,東 南 ア ジァ 島填 部 とマ レー半

島 の10民 族 につ き,80文 化 要 素 の 有 無 を 記 載 した 表 で あ って,コ ー ル(Cole,　 Fay

Cooper)の 『マ レー シアの 諸 民 族 』[CoLE　 1945ユ か ら採 った 。 杉 田は この デ ータ

に基 づ き これ ら文 化相 互 間 の,密 接 な 関係 を示 す 図 と疎 遠 な関 係 を示 す 図 とを作 製 し

た。 同様 に 文 化要 素 間 の密 接 な関 係 に つ いて も計 算 が お こ な われ た 。 これ らの 結 果 は,

これ ら文 化 の 暫定 的分 類 と若 干 の仮 設 的 な文 化 複合 の 設 定 を 可能 に した[大 林 ・杉 田

1984]。 この パ イ ロ ッ ト ・ス タ デ ィの と き得 られ た経 験 を生 か して わ れ わ れ は デ ー タ
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集 成 に む か ったの で あ った2)。

　 本 共 同 研究 の 途 中に お い て,私 は1987年9月 に東 京 で 開 かれ たイ ン ド ・太 平 洋先 史

学 者 会議 に お いて,中 間 報 告 を お こ な う機 会 が あ った 。150民 族,100要 素 の デ ー タ

に も とつ い て,東 南 ア ジァ,オ セ ア ニア の文 化 の 樹 状 図 を つ くり,そ れ を文 化 の 因 子

分 析 で検 証 した もの で あ った[OBAYASHI　 I987]。 こ う して得 られ た 分 類 は,も っ

と も な もの で あ った が,今 回 の本 研 究 の結 果 と く らべ て い くつ か興 味 深 い相 違 もあ っ

た。 それ に つ いて は,第4章3節 で 論 ず るこ とに す る。

　 わ れ わ れの 共 同研 究 の 第3の 目的 は,要 素 間 の 相 関 関係 に も とつ い た研 究 を 奨 励 す

る こ とで あ る。 要 素 間 の 関係,こ とに 二 つの 変 数 の 間 の 相 関 関 係 は,こ とに 通 文化 研

究 の 専 門 家 に よ って,計 算 さ れ,解 釈 され,多 くの 論 著 が 公 に され た。 けれ ど も,第

2章 に お ける われ わ れ の試 み は,従 来 の通 文 化 的 研 究 と は二 つ の 重 要 な点 にお い て相

違 して い る。

　 第1の 点 は,こ れ らの 研究 が対 象 と した地 域 の範 囲 にか か わ って い る。 わ れ わ れ の

研 究 は,東 南 ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア とい う地 域 で,要 素 間 の 相 関 関係 を 明 らか に しよ う

とす るの で あ るが,伝 統 的 な通 文 化 的研 究 で は,全 世 界 の 主 な 民族 を対 象 と して い る 。

と ころ が,こ の二 つ の 変 数 の 間の 相 関 関係 は,大 陸 ご と に相 違 して い る こ とが 周 知 の

と こ ろで あ る[DRIvER　 and　 ScHtiEssLER　 l967;BouRGINGNoN　 and　 GREENBAuM

1973】 。 した が って,わ れ わ れ は,要 素 間 の相 関 関係 を世 界 大 的な 規模 で は な くて,

地 域 的 な規 模 で 実 施 す るの は,極 めて適 切 な こと と考 え て い る。

　 も う一 つ の相 達 は,要 素間 の 相 関 関係 の解 釈 に関 して い る。 伝 統 的 な通 文 化 研 究

は,ふ つ う二 つ の 変 数 の 間 の機 能 的 な連 合 を証 明す る こ とを ね らって い る。 わ れ わ れ

の 場 合 は,た ん に機 能 的 な 連 合 ば か りで な く,同 一 共 通 母 文 化 か ら遺 さ れ た遺 産 とみ

るにせ よ,1文 化 か ら他 の文 化 へ の 伝播 と み る にせ よ,何 らか の 歴史 的 な由来 に も と

つ く連 合 関係 に も関 心 を も って い る。 大 多数 の 場 合,父 系 出 自 と父 系居 住 の よ うな

機 能 的連 合 よ り も,「 父 方 居 住 と 巻 上 げ式 籠 編 み との 関 係 」 の よ うな 非機 能 的 な 連 合

[DRIvER　 1973;338,339]で あ る。 この よ うな非 機 能 的 関連 は,機 能 的 な適 合 の 結

果 よ り もむ しろ,歴 史 的 な 過 程の 結 果 と して解 釈 され るべ きで あ る。

　要 素 間 の 相 関関 係 の 歴 史 的,お よ び機 能 的 な解 釈 を採 用す る点 に お い て,わ れ わ れ

2)わ れわれのデータは,マ トリックスの形で も,ま た分布図の形で も利用で きる。いうまで も

な く,わ れわれのデータベースはけ っして完全 なものではない。私 はこの不充分なことをよ く

承知 して いる。たとえば,民 族のなかに南 フィリピンの イス ラム系民族が入 っていない。さ ら

に文化によ っては,第 一級の資料が利用できなか ったが例 もあ る。たとえば,Jaraiに ついて

は ドゥルヌ(Doumes,　 Jacques)の 概説[DouRNEs　 1972]が 入手で きず,不 充分 な資料に頼

らざるを得なか った。
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の 立 場 は,ド ライ ヴ ァー(Driver,　 H.　E.)が 北 米 イ ンデ ィア ンの 研究 に おい て と った

立 場[DRIvER　 1956;1966;1970】 に きわ めて ちか い。

　 わ れ わ れ の第4の 目的 は,統 計 的処 理 の さま ざ ま な技 術 を試 して み る こ とで あ る。

た とえ ば わ れ われ はデ ー タ を ク ラス タ ー分析 して み たが,つ ぎ に,そ の おな じデ ー タ

を 因 子 分析 して み た。 従来 の 統 計 的研 究 は,ふ つ う これ ら二 つの 方 法 を一 緒 に もち い

て い な い。 この 一 方 だ け しか 使 わ ない とい う方法 論 は少 し前 な らデ ー タ処 理 の 経 費 が

か さむ,と い う こ とで説 明 で きた。 しか し,近 年 に お け る技 術進 歩 の おか げで デ ー タ

処 理 は,以 前 ほ ど高価 で な くな って きて い る。 さ らに,経 験 に よ って われ わ れ は二 つ

の 分析 の結 果 をつ き合 せ て み る こ とが,き わ め て実 り多 い手 続 きで あ る こ とを 学 ん だ

の で あ る。
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